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使
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横
松
宗
先
生
と
初
め
て
お
会
い
し
た
の
は
英
国
の
ロ
ン
ド
ン
だ
っ
た
。
昭
和
五
三
年
か
四

年
だ
っ
た
。
当
時
私
（
昭
和
二
五
年
ま
れ
）
は
日
本
航
空
の
派
遣
員
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
ヒ
ー

ス
ロ
ー
空
港
に
勤
務
し
て
い
た
。
私
は
ま
だ
二
十
代
だ
っ
た
。
あ
れ
か
ら
既
に
四
半
世
紀
以

上
の
時
間
が
経
っ
て
い
る
か
ら
、
当
時
の
先
生
は
六
十
代
の
後
半
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
中

津
在
住
の
父
や
母
か
ら
の
情
報
で
横
松
先
生
の
学
識
や
人
柄
に
つ
い
て
は
既
に
知
識
が
あ
っ

た
か
ら
、
初
対
面
と
い
う
感
じ
は
し
な
か
っ
た
。
郊
外
の
ウ
イ
ン
ザ
ー
城
を
案
内
し
た
り
、

ロ
ン
ド
ン
で
観
劇
や
食
事
を
し
た
り
し
て
、
当
時
の
英
国
事
情
や
私
が
関
心
を
持
っ
て
い
る

こ
と
を
お
話
し
た
記
憶
が
あ
る
。
夜
に
な
っ
て
食
事
を
済
ま
せ
た
後
、
私
の
ボ
ロ
車
が
動
か

な
く
な
っ
て
、
先
生
に
押
し
て
も
ら
う
羽
目
に
陥
っ
た
。「
航
空
会
社
に
い
る
の
に
自
動
車
の

整
備
が
悪
い
、
あ
れ
で
腰
が
悪
く
な
っ
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
と
後
で
聞
い
て
申
し
訳

な
く
思
っ
た
。 

帰
国
後
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
結
婚
し
た
私
と
弟
の
中
津
で
の
披
露
宴
に
お
招
き
し
た
時
、
先

生
か
ら
は
「
な
ん
だ
か
、
恩
師
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
な
あ
」
と
の
言
葉
を
か
け
て
も

ら
っ
た
。 

東
京
勤
務
の
私
は
年
に
数
回
、
帰
省
す
る
折
、
父
や
母
と
一
緒
に
横
松
先
生
ご
夫
妻
を
訪

問
す
る
こ
と
が
決
ま
り
の
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
父
は
な
か
な
か
語
り
合
う
知
己
を
持
て

な
い
人
だ
っ
た
が
、
横
松
先
生
と
は
肝
胆
相
照
ら
す
仲
だ
っ
た
よ
う
だ
。 

一
度
父
が
「
横
松
先
生
が
、
お
宅
の
お
子
さ
ん
は
気
宇
壮
大
で
い
い
で
す
な
あ
と
言
っ
て

た
ぞ
」
と
愉
快
そ
う
に
伝
え
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
恐
縮
し
た
お
ぼ
え
が
あ
る
。 

毎
度
、
訪
問
す
る
度
に
、
中
津
の
歴
史
、
中
国
や
魯
迅
研
究
の
こ
と
、
時
事
問
題
に
対
す

る
考
え
、
人
物
論
、
福
沢
諭
吉
論
な
ど
を
聞
い
て
、
そ
の
学
識
と
も
の
を
見
る
眼
に
、
私
は

自
然
に
熟
成
す
る
よ
う
に
尊
敬
の
念
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。 

私
は
高
校
卒
業
と
同
時
に
中
津
を
出
て
い
る
か
ら
、
中
津
と
い
う
町
の
こ
と
は
何
も
知
ら

な
か
っ
た
。
先
生
と
の
交
流
の
中
か
ら
、
福
沢
諭
吉
へ
の
関
心
が
湧
い
て
福
沢
諭
吉
協
会
に

も
入
っ
た
り
、
多
く
の
偉
人
の
出
た
郷
里
・
中
津
と
い
う
町
の
不
思
議
さ
な
ど
に
目
が
開
か

れ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
い
く
ら
感
謝
し
て
も
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。 

先
生
は
「
大
正
か
ら
昭
和
へ---

恐
慌
と
戦
争
の
中
を
生
き
て
」（
河
出
書
房
）
と
い
う
自
伝

を
昭
和
六
四
年
に
上
梓
さ
れ
た
。
私
は
「
魯
迅--

民
族
の
教
師
」
（
河
出
書
房
新
社
）
と
い
う

先
生
の
著
作
も
読
ん
で
、
四
半
世
紀
以
上
の
歴
史
を
持
つ
中
津
の
優
れ
た
同
人
誌
「
邪
馬
台
」

百
一
号
に
「
福
沢
・
魯
迅
そ
し
て
横
松
」
と
い
う
小
論
を
書
い
た
。
以
下
、
そ
の
一
部
を
引

用
す
る
。 

-------------------------------------------------------------------------------------- 



横
松
は
福
沢
を
高
く
評
価
す
る
一
方
で
、
そ
の
限
界
に
も
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
明

治
と
い
う
時
代
の
中
で
生
き
る
福
沢
の
限
界
に
は
優
し
い
目
で
対
応
し
て
い
る
。 

横
松
は
批
判
的
精
神
の
旺
盛
な
人
物
で
あ
る
が
、
本
人
が
背
負
う
組
織
な
ど
の
制
約
や
生

き
る
時
代
の
空
気
、
時
節
の
中
に
あ
る
限
界
な
ど
に
は
暖
か
い
目
を
向
け
て
い
る
。
福
沢
の

場
合
も
時
代
の
子
で
あ
る
部
分
、
後
世
に
お
い
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
言
説
、
行
動
な
ど

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
も
あ
る
程
度
仕
方
の
な
い
も
の
と
し
て
容
認
す
る
度
量
を
持
っ
て
い
る
。 

横
松
が
福
沢
に
ひ
か
れ
た
の
は
、
福
沢
は
学
者
は
政
権
に
従
属
す
べ
き
で
は
な
く
、
む
し

ろ
政
治
の
指
導
と
診
断
に
当
た
る
べ
き
だ
と
い
う
信
念
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
共
感
を
覚
え

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

横
松
は
、
権
力
と
い
う
も
の
に
常
に
深
い
懐
疑
を
持
っ
て
い
る
立
場
を
補
強
す
る
考
え
を
、

福
沢
の
著
作
に
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。 

そ
う
い
う
意
味
で
は
横
松
は
自
分
の
人
生
を
福
沢
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

福
沢
に
と
っ
て
の
中
津
へ
の
郷
土
愛
と
較
べ
る
と
、
横
松
の
場
合
は
そ
の
深
さ
が
深
刻
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
十
七
、
八
才
ま
で
中
津
で
育
っ
た
と
い
う
点
で
は
同

じ
だ
が
、
生
涯
を
通
し
て
七
回
し
か
中
津
に
帰
る
こ
と
の
な
か
っ
た
福
沢
と
、
そ
の
後
四
十

年
以
上
に
わ
た
っ
て
郷
土
の
政
治
、
思
想
、
文
芸
、
教
育
な
ど
に
か
か
わ
っ
た
横
松
と
は
愛

憎
の
深
さ
が
違
う
と
思
う
。
自
分
を
育
て
た
郷
土
へ
の
愛
着
と
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
自
分
を

絡
め
と
っ
て
い
る
郷
土
へ
の
憎
悪
の
量
は
ケ
タ
違
い
に
お
お
き
い
と
推
測
で
き
る
。 

そ
の
横
松
は
郷
里
か
ら
脱
出
で
き
な
い
横
松
自
身
の
生
き
方
の
回
答
を
、
福
沢
や
魯
迅
の

著
作
や
実
践
に
求
め
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
う
。 

横
松
が
こ
の
本
の
中
で
指
摘
し
て
い
る
福
沢
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
「
郷
土
愛
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」
は
、
よ
り
以
上
に
横
松
に
当
て
は
ま
る
キ
ー
ワ
ー
ド
な
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
横
松
は
自
身
の
思
想
形
成
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
二
人
の
巨
人
、
福
沢
と
魯
迅

の
共
通
点
を
『
魯
迅--

民
族
の
教
師
』
（
河
出
書
房
新
社
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い

る
。 魯

迅
の
故
郷
で
あ
る
紹
興
と
中
津
は
社
会
環
境
が
酷
似
し
て
い
た
。
水
田
工
作
の
田
園
的

風
景
に
囲
ま
れ
た
旧
い
城
下
町
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
封
建
的
人
間
関
係
の
強
く
残
っ
て
い

る
旧
い
街
並
み
等
な
ど
。 

魯
迅
に
と
っ
て
の
紹
興
は
ふ
る
里
で
あ
り
中
国
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、

福
沢
に
と
っ
て
中
津
は
ふ
る
里
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
日
本
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。 そ

う
い
っ
た
育
っ
た
社
会
環
境
に
加
え
て
さ
ら
に
ふ
た
り
の
共
通
点
と
し
て
合
理
的
科
学

精
神
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
個
人
の
自
覚
、
個
人
の
確
立
に
大
い
に
関
係
が
あ
る
。
ま
た

官
僚
主
義
反
対
と
い
う
点
で
も
両
者
は
符
節
を
合
し
て
い
る
。 

ま
さ
に
魯
迅
と
福
沢
は
横
松
の
鏡
で
あ
る
。 

 



横
松
の
自
伝
『
大
正
か
ら
昭
和
へ
』
（
河
出
書
房
新
社
）
に
は
、
『
福
沢
諭
吉 

中
津
か
ら

の
出
発
』
（
朝
日
新
聞
社
）
で
述
べ
て
い
る
福
沢
論
を
説
く
鍵
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。 

中
津
の
山
国
川
と
金
谷
の
土
手
、
白
堤
防
、
水
源
地
を
愛
す
る
横
松
、
気
分
の
ふ
さ
い
だ

時
な
ど
、
寸
暇
を
み
て
金
谷
の
土
手
の
ク
ロ
ー
バ
ー
の
上
に
仰
臥
す
る
若
き
横
松
。
こ
う
い

っ
た
環
境
は
私
た
ち
の
時
代
（
筆
者
は
昭
和
二
五
年
生
ま
れ
）
と
は
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し

ま
っ
た
と
聞
い
て
は
い
る
が
、
同
郷
の
私
に
も
同
じ
よ
う
な
体
験
が
あ
る
。
こ
の
本
に
は
実

際
に
中
津
で
育
っ
た
者
と
し
て
望
郷
の
思
い
を
強
く
す
る
記
述
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
『
大
正
か
ら
昭
和
へ
』
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
軍
部
の
台
頭
、
太
平
洋
戦
争
な

ど
が
横
松
の
人
生
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
お
り
、
ま
さ
に
生
き
た
大
正
史
、
昭
和
史
と
い

う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。 

驚
く
べ
き
こ
と
に
こ
の
本
に
は
書
物
や
歴
史
の
中
に
登
場
す
る
偉
人
・
賢
人
・
豪
傑
な
ど

が
き
ら
め
く
よ
う
に
多
数
登
場
す
る
。
歴
史
上
の
人
物
が
横
松
の
人
生
行
路
に
ぞ
く
ぞ
く
と

現
れ
て
く
る
。
こ
の
書
を
読
み
終
え
て
、
私
は
大
正
か
ら
昭
和
の
時
代
を
横
松
と
い
う
一
人

の
知
性
と
一
緒
に
旅
し
た
気
持
ち
に
な
っ
た
。
読
者
と
し
て
の
私
は
、
横
松
を
通
し
て
中
津

を
中
心
に
歴
史
の
中
を
紀
行
し
て
い
る
と
い
う
感
慨
を
持
っ
た
。 

歴
史
と
い
う
も
の
は
本
来
こ
う
い
う
学
び
方
を
す
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
大
正
か
ら
昭
和
に

か
け
て
の
激
動
期
に
、
こ
れ
だ
け
の
ひ
と
か
ど
の
人
物
達
に
会
い
ま
く
っ
た
横
松
に
は
感
嘆

す
る
の
み
だ
が
、
本
人
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
「
何
で
も
み
て
や
ろ
う
」
と
い
う
野
次
馬
精

神
が
旺
盛
な
人
で
あ
る
。
書
物
で
考
え
方
を
知
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
そ
の
人
に
会
う
こ

と
に
よ
っ
て
理
解
を
き
わ
め
よ
う
と
す
る
好
奇
心
多
き
態
度
は
参
考
に
な
る
。
自
分
と
異
質

の
人
物
、
は
る
か
に
優
れ
た
人
物
と
会
い
続
け
る
に
は
多
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
総
量
も
横
松
の
場
合
多
い
の
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
意
味
で
横
松
の
学
問
は
書
斎
主
義
と
現
場
主
義
を
兼
ね
備
え
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ

る
と
思
う
。
自
分
よ
り
優
れ
た
国
は
な
い
と
い
う
不
遜
さ
が
見
え
か
く
れ
す
る
国
家
と
し
て

の
精
神
の
鎖
国
、
知
的
怠
惰
に
も
警
鐘
を
鳴
ら
し
続
け
る
横
松
の
原
点
に
は
、
こ
の
よ
う
な

精
神
と
行
動
が
あ
る
。 

ま
た
、
同
時
代
の
人
物
だ
け
で
な
く
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
書
物
を
ひ
も
と
き
過
去
の
時
代

の
偉
人
や
思
想
家
と
対
話
し
、
エ
ッ
セ
ン
ス
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
説
明
し
て
く
れ
て
い
る
点
も

こ
の
本
の
価
値
を
高
め
て
い
る
。 

横
松
は
自
分
の
信
念
と
相
反
す
る
こ
と
に
煩
悶
を
い
だ
き
つ
つ
、
し
か
し
そ
の
中
で
自
身

の
考
え
方
を
通
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
常
に
自
分
の
環
境
を
利
用
、
活
用
し
知
識
を
増
や
し
、

本
来
あ
る
べ
き
姿
を
模
索
し
続
け
て
い
る
。 

横
松
は
中
国
大
陸
に
お
い
て
は
侵
略
者
の
側
に
結
果
的
に
手
を
貸
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

福
沢
の
晩
年
に
お
け
る
朝
鮮
、
中
国
へ
の
強
硬
姿
勢
、
日
清
戦
争
へ
の
支
援
な
ど
の
行
動
は
、

時
代
の
背
景
や
空
気
、
限
界
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。 

福
沢
の
脱
亜
論
の
弁
護
は
、
自
身
の
弁
護
で
も
あ
る
。 



 
同
人
誌
の
使
命
は
商
業
ベ
ー
ス
を
は
み
出
し
た
も
の
の
中
に
い
い
質
の
も
の
が
あ
り
、
そ

う
い
う
も
の
を
育
て
る
こ
と
に
あ
る
と
横
松
は
自
伝
『
大
正
か
ら
昭
和
へ
』
の
中
で
語
っ
て

い
る
。
横
松
が
四
半
世
紀
の
歴
史
を
持
ち
百
号
を
迎
え
た
地
元
の
同
人
誌
『
邪
馬
台
』
に
力

を
入
れ
て
い
る
の
も
う
な
づ
け
る
。
こ
の
す
ぐ
れ
た
同
人
誌
へ
の
関
わ
り
方
は
横
松
の
中
津

へ
の
関
わ
り
か
た
の
一
つ
の
象
徴
で
も
あ
る
。 

ま
た
、
横
松
は
、
数
年
お
き
に
あ
ら
わ
れ
る
飛
躍
の
チ
ャ
ン
ス
を
自
分
以
外
の
要
因
の
た

め
見
送
っ
て
き
た
。
可
能
性
を
ひ
た
す
ら
捨
て
続
け
た
人
生
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

ま
こ
と
に
無
念
で
あ
ろ
う
と
思
う
と
同
時
に
、
そ
の
環
境
の
中
で
も
く
さ
る
こ
と
な
く
精

進
、
努
力
し
た
点
は
見
習
い
た
い
点
だ
。
そ
れ
は
人
間
・
横
松
宗
の
特
徴
で
も
あ
る
。 

「
私
の
小
さ
な
生
命
は
こ
の
書
を
通
し
て
、
わ
が
国
の
大
地
に
投
げ
棄
て
て
お
く
こ
と
に

し
た
。
」
と
横
松
は
自
伝
の
中
で
そ
の
真
情
を
吐
露
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
横
松
の
壮
絶
と
も

い
え
る
心
構
え
が
見
て
取
れ
る
。 

人
間
の
一
生
は
短
い
。
し
か
し
、
そ
の
人
間
の
書
い
た
文
章
の
寿
命
は
長
い
。
そ
の
寿
命

を
信
じ
て
横
松
は
こ
の
よ
う
な
表
現
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

書
物
を
著
す
目
的
は
、
人
の
た
め
で
は
な
い
。
自
分
の
疑
問
点
を
晴
ら
す
た
め
、
自
分
と

対
話
す
る
た
め
、
自
分
を
説
得
し
あ
る
い
は
自
分
で
納
得
す
る
た
め
に
書
く
の
で
あ
る
。
私

は
『
魯
迅
』
『
大
正
か
ら
昭
和
へ
』
『
福
沢
諭
吉 

中
津
か
ら
の
出
発
』
と
い
う
三
つ
の
横
松

の
著
作
を
読
む
中
で
改
め
て
そ
う
い
う
思
い
を
強
く
し
た
。 

今
大
き
く
地
殻
変
動
を
起
こ
し
つ
つ
あ
る
世
界
、
ひ
と
り
繁
栄
の
極
み
に
あ
り
な
が
ら
歴

史
へ
の
参
画
に
た
め
ら
い
を
見
せ
て
い
る
日
本
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
「
福
沢
が
生
き

て
い
た
ら
大
正
、
昭
和
（
そ
し
て
平
成
）
を
何
と
見
た
か
」
と
い
う
横
松
の
問
い
は
、
い
ま

こ
そ
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

こ
の
小
論
を
先
生
が
読
ま
れ
て
「
自
分
を
こ
れ
ほ
ど
理
解
し
て
く
れ
た
人
は
い
な
か
っ
た
」

と
、
当
時
住
ん
で
い
た
千
葉
の
家
に
電
話
ま
で
も
ら
っ
た
こ
と
も
思
い
出
深
い
。 

 

い
つ
の
頃
か
ら
か
、
先
生
は
私
に
し
き
り
に
「
研
究
者
に
な
り
な
さ
い
」
と
勧
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。
企
業
に
勤
め
な
が
ら
本
を
書
い
た
り
し
て
い
る
私
の
動
き
を
見
て
お
ら
れ
て
そ

う
勧
め
て
い
た
だ
い
て
い
た
。
そ
の
頃
は
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
半
信
半
疑

で
聞
い
て
い
た
。
そ
の
後
、
四
十
代
の
半
ば
に
な
っ
た
頃
、
思
い
が
け
ず
宮
城
県
の
県
立
大

学
創
立
に
当
た
っ
て
声
が
か
か
り
、
平
成
九
年
に
早
期
退
職
し
て
仙
台
で
宮
城
大
学
に
奉
職

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
先
生
は
こ
と
の
ほ
か
喜
ん
で
く
れ
た
。
そ
し
て
、
折
に

触
れ
て
、
教
育
・
研
究
の
こ
と
や
大
学
で
の
役
職
の
心
得
や
処
世
術
に
つ
い
て
学
長
経
験
者

と
し
て
の
有
益
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
く
つ
も
い
た
だ
い
た
。 

 



平
成
十
三
年
に
父
（
久
恒
照
智
）
が
亡
く
な
っ
た
時
は
、
弔
辞
を
読
ん
で
い
た
だ
い
た
こ

と
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
父
の
数
少
な
い
友
人
と
し
て
、
父
の
こ
と
を
よ
く
理
解
さ
れ
た
弔
事

は
本
当
に
あ
り
が
た
く
思
い
、
そ
の
内
容
は
す
べ
て
私
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
入
れ
て
あ
り
、

時
折
読
ん
で
い
る
。
（http://w

w
w.hisatune.net/htm

l/05-career/private/titi.htm

） 

以
下
、
そ
の
一
部
を
引
用
す
る
。 

---------------------------------- 

そ
の
う
ち
久
恒
さ
ん
は
、
生
来
持
っ
て
い
た
向
学
の
意
欲
お
さ
え
が
た
く
、
私
た
ち
の
集

ま
り
に
も
出
て
、
八
六
年
（
昭
和
六
一
年
）
か
ら
は
「
福
沢
諭
吉
を
英
語
で
読
む
会
」
に
参

加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
会
は
、
福
沢
先
生
の
唯
一
人
の
孫
（
当
時
）
の
清
岡
瑛
一
氏

が
、
福
沢
の
著
書
を
英
訳
し
た
も
の
を
学
ぶ
会
で
、
ま
ず
福
沢
の
教
育
論
を
学
び
、
つ
い
で

に
女
性
論
を
終
え
、
十
五
年
を
経
た
今
日
は
『
福
翁
自
伝
』
を
輪
読
し
て
い
る
。
久
恒
さ
ん

は
、
始
め
て
間
も
な
く
加
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。 

や
が
て
、
約
二
十
人
の
仲
間
た
ち
は
、
会
合
の
あ
る
ご
と
に
、
久
恒
さ
ん
の
博
学
と
見
識

の
深
さ
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

だ
が
、
不
幸
に
し
て
、
中
途
で
突
然
脳
こ
う
そ
く
に
か
か
り
病
の
床
に
臥
す
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
の
後
は
、
夫
人
の
看
護
を
受
け
て
い
た
が
、
と
き
ど
き
夫
人
の
介
助
に
よ
っ
て
私
の

家
に
も
訪
ね
て
く
れ
て
い
た
。
私
達
の
こ
と
ば
は
十
分
に
聞
き
と
っ
て
く
れ
て
い
た
が
、
み

ず
か
ら
は
自
由
に
話
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
残
念
で
あ
っ
た
。 

久
恒
さ
ん
は
、
も
と
も
と
多
く
の
書
物
を
読
破
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
寡
黙
で
、
か
つ
文
章

を
発
表
す
る
こ
と
も
き
わ
め
て
ひ
か
え
目
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
夫
人
も
編
集
委
員
と
し

て
協
力
し
て
い
る
同
人
誌
「
邪
馬
台
」
に
二
度
だ
け
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
七

三
号
（
八
四
年
冬
号
）
で
、
他
は
七
九
号
（
八
六
年
夏
号
）
で
あ
っ
た
。
実
は
こ
の
二
つ
と

も
私
の
著
書
と
論
文
に
関
す
る
貴
重
な
感
想
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
中
国
文
学
中
最
も

難
解
と
さ
れ
て
い
る
魯
迅
に
つ
い
て
の
も
の
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
矛
盾
多
き
が
ゆ

え
に
、
そ
れ
だ
け
深
い
人
間
性
を
も
つ
久
恒
さ
ん
で
な
く
て
は
不
可
能
の
こ
と
で
あ
る
と
い

え
る
。 

こ
こ
に
私
自
身
の
文
章
に
ふ
れ
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
お
こ
が
ま
し
く
も
あ
る
が
、
久
恒

さ
ん
の
評
論
を
今
改
め
て
読
み
返
し
て
み
て
驚
い
た
こ
と
は
、
私
の
文
に
つ
い
て
語
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
、
そ
の
ま
ま
ご
本
人
自
身
を
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
文
中
に
は
し
ば
し
ば

私
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
く
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
一
つ
づ
つ
久
恒
さ
ん
の
人
間
理
解

の
深
さ
と
広
さ
を
も
っ
て
私
の
文
の
意
味
を
補
っ
て
く
れ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
。
し
か
も

久
恒
さ
ん
を
知
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

「
人
生
、
一
の
知
己
を
得
れ
ば
足
る
」
と
い
う
諺
が
あ
る
。
ま
こ
と
に
人
間
に
と
っ
て
、

己
を
知
っ
て
く
れ
る
友
を
得
る
ほ
ど
尊
い
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
こ
そ
も
っ
と
深
い
お
付

合
い
を
し
て
も
っ
と
も
っ
と
互
に
啓
発
し
て
も
ら
い
た
い
と
念
願
し
て
い
た
矢
先
、
か
け
が

え
の
な
い
友
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
と
い
う
悲
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

http://www.hisatune.net/html/05-career/private/titi.htm


久
恒
さ
ん
が
役
所
で
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い
た
か
は
、
私
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
。
だ
が
、

少
し
立
ち
入
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
る
こ
と
を
許
し
て
も
ら
え
ば
、
職
場
の
中
で
は
、
久
恒
さ
ん

の
人
間
性
を
ほ
ん
と
う
に
理
解
し
て
く
れ
る
同
僚
は
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ

れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
余
命
を
十
分
に
花
咲
か
せ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
と
思
う
の
は
私

だ
け
で
あ
ろ
う
か
。 

だ
が
人
間
の
運
命
と
い
う
も
の
は
、
予
め
考
え
て
い
た
シ
ナ
リ
オ
通
り
に
進
め
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
人
び
と
と
の
別
れ
も
ま
た
同
じ
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
肝
胆
相
照
ら
す
人
と
の

出
会
い
は
、
そ
れ
自
身
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
が
、
別
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
も
増
し
て
何
と

苦
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

------------------------------------------------------------------------ 
 

平
成
十
六
年
に
、
先
生
の
九
十
歳
の
卒
寿
の
お
祝
い
の
会
が
中
津
で
催
さ
れ
、
私
も
仙
台

か
ら
駆
け
つ
け
た
。
そ
の
と
き
先
生
は
一
時
間
ほ
ど
の
講
演
を
さ
れ
て
、
そ
の
中
で
長
寿
の

秘
訣
の
よ
う
な
も
の
も
話
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
仕
事
や
人
と
の
交
際
を
続
け
る
こ
と
、
そ
し

て
軽
い
運
動
と
適
度
な
飲
酒
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
。
当
日
、
新
刊
本
「
福
沢
諭
吉 

そ

の
発
想
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」（
梓
書
院
）
を
参
加
者
に
配
っ
た
の
に
は
心
底
驚
い
て
し
ま
っ
た
。

九
十
歳
で
著
作
を
世
に
問
う
と
い
う
こ
と
の
凄
み
を
感
じ
た
。
か
く
あ
り
た
い
も
の
で
あ
る
。 

そ
の
記
念
講
演
で
「
丸
山
真
男
君
ら
と
一
緒
に
研
究
会
を
や
っ
て
い
た
」
と
い
う
君
づ
け

発
言
が
あ
り
、
丸
山
氏
よ
り
も
年
上
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
大
変
驚
い
た
。
丸
山
真
男
と
い

え
ば
日
本
の
政
治
学
の
最
高
峰
で
、
私
自
身
す
で
に
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
認
識
し
た
。
横

松
先
生
は
、
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
生
ま
れ
だ
が
、
激
動
の
二
十
世
紀
を
生
き
抜
き
、
平

成
の
世
の
中
の
い
ま
、
高
い
峰
に
あ
っ
て
見
晴
ら
し
よ
く
歴
史
の
流
れ
を
み
て
い
る
の
だ
と

感
銘
を
受
け
た
。 

当
日
の
お
祝
い
の
会
に
は
中
津
の
各
界
の
名
士
が
多
数
参
加
さ
れ
て
、
そ
の
影
響
力
の
大

き
さ
を
改
め
て
感
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
会
で
は
思
い
が
け
ず
乾
杯
の
挨
拶
を
頼
ま
れ

た
。 『

人
間
の
偉
さ
は
、
人
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
の
総
量
で
決
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
横

松
先
生
は
、
広
く
影
響
を
与
え
、
深
く
影
響
を
与
え
、
そ
し
て
卒
寿
の
お
祝
い
の
会
が
示
す

よ
う
に
今
日
ま
で
長
く
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
か
ら
、
も
っ
と
も
偉
い
人
で
あ
る
。
先
生

が
中
津
に
ず
っ
と
留
ま
っ
た
こ
と
は
先
生
ご
自
身
に
と
っ
て
は
良
か
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か

ら
な
い
。
し
か
し
中
津
と
い
う
町
に
と
っ
て
は
明
ら
か
に
僥
倖
と
で
も
言
う
べ
き
こ
と
だ
っ

た
。
今
後
も
お
元
気
で
自
伝
の
続
編
の
「
昭
和
か
ら
平
成
へ
」
を
書
い
て
い
た
だ
き
た
い
』 

と
挨
拶
を
し
た
。 

昨
年
（
平
成
十
七
年
）
の
秋
に
中
津
に
帰
る
機
会
が
あ
っ
た
折
、
母
と
と
も
に
金
谷
の
新

居
に
先
生
を
訪
ね
た
。
体
調
が
思
わ
し
く
な
い
と
聞
い
て
い
た
が
、
当
日
は
や
や
お
疲
れ
の

様
子
は
あ
っ
た
も
の
の
、
い
つ
も
の
よ
う
に
話
の
輪
に
入
っ
て
く
だ
さ
り
、
夕
刻
に
な
っ
た



帰
り
際
に
は
玄
関
の
外
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
お
見
送
り
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
が
最
後
の
お
別
れ
と

い
う
予
感
が
私
に
は
あ
っ
た
。
先
生
ご
自
身
も
そ
の
よ
う
に
感
じ
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。 

そ
し
て
先
生
は
十
月
に
永
眠
さ
れ
た
。
私
は
仙
台
か
ら
弔
電
を
打
っ
た
。 

『
横
松
先
生
の
ご
逝
去
の
報
に
接
し
、
巨
星
墜
つ
、
の
感
を
深
く
し
て
お
り
ま
す
。
先
日

の
帰
省
の
折
に
、
母
と
も
ど
も
先
生
の
謦
咳
（
け
い
が
い
）
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

が
、
今
と
な
っ
て
は
最
後
の
お
別
れ
が
で
き
た
と
の
想
い
が
あ
ふ
れ
て
お
り
ま
す
。 

奥
様
に
は
、
心
か
ら
お
悔
や
み
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

遠
く
仙
台
よ
り
先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
』 

 

先
生
は
私
が
中
国
東
北
部
の
吉
林
大
学
（
長
春
市
）
の
客
員
教
授
に
な
る
な
ど
中
国
に
関

心
が
傾
斜
し
て
い
く
こ
と
、
福
沢
諭
吉
を
中
心
に
中
津
と
い
う
町
に
関
心
が
深
ま
っ
て
い
く

こ
と
を
喜
ん
で
お
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。 

先
生
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
活
動
を
実
践
し
た
が
、
素
晴
ら
し
い
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に

後
継
者
を
育
て
上
げ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
包
容
力
が
あ
っ
て
暖
か
い
人
柄
の
先
生
の
市
民
へ
の

教
育
活
動
は
、
「
塾
」
の
よ
う
な
趣
き
が
あ
る
。
先
生
に
薫
陶
を
受
け
た
多
く
の
「
横
松
塾
」

の
塾
生
の
存
在
は
、
文
化
の
香
り
を
強
み
に
す
べ
き
中
津
と
い
う
町
に
と
っ
て
は
、
か
け
が

え
の
な
い
大
き
な
財
産
だ
ろ
う
。 

「
文
部
省
は
竹
橋
に
あ
り
、
文
部
卿
は
三
田
に
あ
り
」
と
は
福
沢
諭
吉
の
偉
さ
を
語
っ
た

当
時
の
人
々
の
言
葉
だ
が
、
横
松
先
生
は
同
じ
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

私
は
こ
こ
一
年
以
上
、
主
と
し
て
明
治
生
ま
れ
で
、
明
治
か
ら
大
正
、
昭
和
に
か
け
て
各

界
で
活
躍
し
た
人
物
を
顕
彰
し
た
人
物
記
念
館
を
訪
ね
る
旅
を
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
明

治
維
新
の
前
に
生
れ
た
後
藤
新
平
か
ら
大
正
生
ま
れ
の
司
馬
遼
太
郎
ま
で
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

だ
が
、
大
分
県
で
は
、
朝
倉
文
夫
・
瀧
錬
太
郎
・
重
光
葵
・
広
瀬
武
夫
と
い
っ
た
人
物
群
で

あ
る
。
全
国
各
地
を
訪
ね
て
み
る
と
、
風
土
が
育
ん
だ
人
物
を
風
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
そ

の
仕
事
や
精
神
を
地
域
の
財
産
と
し
て
残
そ
う
と
す
る
動
き
も
多
い
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。 

金
谷
の
居
宅
の
隣
に
建
っ
た
先
生
の
研
究
生
活
を
支
え
た
蔵
書
を
収
納
し
た
重
厚
な
書
庫

は
、
中
津
の
文
化
の
光
を
消
さ
な
い
た
め
に
、
横
松
宗
先
生
の
点
し
た
松
明
（
た
い
ま
つ
）

を
引
き
継
ぐ
た
め
の
基
地
と
し
て
残
す
手
立
て
を
い
ず
れ
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

 


